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飯
沼
清
子
著

『
源
氏
物
語
と
漢か
ら

世
界
』

（
新
典
社
研
究
叢
書
３
０
２
）

山
田
直
巳

　
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。」

（『
土
佐
日
記
』）。
買
い
か
ぶ
り
、
オ
ー
バ
ー
だ
と
難
じ
ら
れ
よ
う
か
、
本

著
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
貫
之
の
仮
託
・
韜
晦
の
志
に
似
る
。
勿
論
そ

の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
異
な
る
の
だ
が
、
女
の
物
語
世
界
を
そ
の
対
偶
た
る
男

の
あ
り
よ
う
を
も
っ
て
彫
琢
す
る
。そ
の
槌
と
鑿
と
は
、ご
く
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
だ
が
、
見
え
て
き
た
も
の
は
、
ま
さ
に
本
質
を
衝
き
、
改
め
て
そ
う

で
あ
っ
た
と
気
付
か
せ
ら
れ
る
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
通
常
、
多
く
の
研
究
書
の
冒
頭
は
、
題
目
の
由
来
を
か
た
り
、

意
図
を
述
べ
、
目
次
の
各
条
を
少
し
ず
つ
辿
り
述
べ
て
、
当
該
著
書
の
全

貌
を
俯
瞰
・
語
る
こ
と
を
も
っ
て
序
章
と
す
る
。
し
か
る
に
飯
沼
氏
は
、

「
遊
び
心
と
志
―
―
序
章
」と
い
き
な
り
本
題
に
入
り
、そ
の「
あ
と
が
き
」

に
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
本
書
の
序
章
を
「
遊
び
心
と
志
」
と
題
し
た
。
自

分
の
研
究
と
生
き
方
の
理
想
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。」と
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
。
要
す
る
に
、
著
者
は
こ
の
よ
う
に
研
究
者
と
し
て
生
き
て
き
た
の

で
あ
り
、
こ
う
生
き
て
い
く
他
は
な
い
、
と
の
態
度
表
明
。
実
に
ユ
ニ
ー

ク
で
、
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
ま
さ
に
際
立
っ
て
い
た
。

　

冒
頭
序
章
は
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
本
著
の
末
尾
は
「
数
寄
の
世
界
の

「
本
歌
」」
の
節
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
序
章
「
遊
び
心
と
志
」
に

始
ま
り
、「
数
寄
の
世
界
」で
本
著
を
了
え
て
い
る
訳
で
、本
著
全
体
が「
遊

び
心
」
と
「
数
寄
」
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
著
者
の
立
ち
位
置

（standing location

）」
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
っ
た
。
以
上
で
も

十
分
、
批
評
の
精
神
に
お
い
て
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
具
体
に
入
っ
て
み
よ
う
。

　

目
次
（
序
章
と
全
四
章
、
全
十
八
節
。
小
見
出
し
は
省
い
た
）。

　
　

遊
び
心
と
志
―
―
序
章

　
　

一　
「
水
」
の
今
昔

　
　

二　

末
摘
花
と
歳
寒
の
松

　

一
章　

有
識
と
モ
ノ

　
　

一　
 「

高
名
の
帯
」
攷
―
宇
津
保
物
語
に
描
か
れ
た
「
帯
」
の
意
味

〔
書
評
〕
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と
そ
の
背
景
―

　
　

二　

源
氏
物
語
の
「
帯
」
―
宇
津
保
物
語
と
の
比
較
を
通
し
て
―

　
　

三　
「
落
冠
」
考

　
　

四　

誕
生
・
裳
着
・
産
養

　

二
章　

才
と
自
律

　
　

一　

 

平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
作
文
の
実
態
―
小
野
宮
実
資
の
批
判

を
緒
と
し
て
―

　
　

二　
「
賢
人
右
府
」
実
資
考
―
説
話
の
源
流
と
展
開
―

　
　

三　

寛
弘
年
間
の
道
長
と
元
白
集

　
　

四　

藤
原
道
長
の
文
殿

　

三
章　

漢
的
表
現
を
追
っ
て

　
　

一　

水
石
の
風
流

　
　

二　

志
の
花
―
「
蘭
」
の
表
現
史
―

　
　

三　

狐
と
蘭
菊

　
　

四　

山
の
帝
の
贈
り
も
の

　

四
章　

規
範
と
規
範
を
超
え
る
も
の

　
　

一　

源
氏
物
語
の
「
さ
か
し
人
」

　
　

二　
「
白
物
」
攷

　
　

三　

す
ず
ろ
な
る
時
空
―
宇
津
保
物
語
の
史
的
背
景
―

　
　

四　

数
奇
の
世
界
の
「
本
歌
」

　

さ
て
、
従
来
の
源
氏
物
語
（
を
初
め
と
す
る
中
古
物
語
）
研
究
は
、
や

や
も
す
る
と
光
源
氏
な
ど
男
主
人
公
を
軸
と
す
る
男
女
の
人
間
関
係
、
葛

藤
が
如
何
で
あ
る
か
等
、
ま
た
『
蜻
蛉
日
記
』（
中
）
冒
頭
の
言
忌
み
に

「『
三
十
日
三
十
夜
は
我
が
も
と
に
』
と
い
は
む
」
と
い
っ
た
夜
離
（
兼
家

の
）
を
懼
れ
る
等
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
し
き
り
に
問
わ
れ
た
か
に
思
わ
れ

る
。
女
の
側
か
ら
の
「
愛
の
渇
き
」、
そ
れ
に
絡
ま
る
男
女
関
係
が
如
何

に
描
か
れ
る
か
、
と
い
っ
た
表
現
構
造
・
文
脈
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
著
者
飯
沼
氏
は
、
右
記
目
次
の
展
開
の
中
で
、
従
来
話
題
に

な
っ
て
き
た
テ
ー
マ
が
そ
れ
た
り
得
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
藤
原
道
長
や
藤
原
実
資
を
代
表
と
す
る
男
性
貴
族
を
含
む
男
社
会
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
何
を
や
っ
て
い
た
の
か
、
そ
こ
に
文
化
的
営
為
は

な
か
っ
た
の
か
、
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
謂
う
ま
で
も
な
く

時
代
、
社
会
、
政
治
、
軍
事
、
経
済
を
動
か
し
、
諸
価
値
を
中
心
軸
に
お

い
て
評
価
し
て
い
た
の
は
男
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
正
確
に
把
握

す
る
事
は
、
平
安
時
代
を
理
解
す
る
う
え
で
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
が
山
中
裕
氏
等
を
中
心
と
す
る
方
々
の
記
録
（『
御
堂
関



國學院雜誌　第 119 巻第 10 号（2018年） ― 42 ―

白
記
』『
小
右
記
』『
権
記
』
な
ど
）
研
究
の
進
展
を
見
る
ま
で
、
一
般
化

で
き
る
状
況
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
飯
沼
氏
も
ま
た
そ

の
研
究
の
一
翼
を
荷
っ
た
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
研
究
成
果
と
し

て
こ
の
一
本
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
こ
と
に
慶
賀
に
た
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

飯
沼
氏
は
「
二
章　

才
と
自
律
」
に
お
い
て
、
言
う
。「
平
安
時
代
中

期
―
―
長
保
・
寛
弘
期
が
文
学
史
上
、
と
り
わ
け
女
流
に
お
い
て
空
前
の

開
花
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
期
に
活

躍
し
た
男
性
の
歌
人
・
詩
人
た
ち
の
存
在
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

/

筆
者
は
『
御
堂
関
白
記
』
等
に
記
さ
れ
て
い
る
平
安
貴
族
の
日
常
に
お

け
る
文
化
的
営
為
と
と
と
も
に
、
言
語
的
世
界
の
創
造
の
背
景
に
関
心
を

い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
数
多
く
存
在
す
る
和
歌
、
家
集
に
つ
い
て
も
、

よ
り
生
活
的
観
点
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
と
思
う
と
同
時
に
、
一
方
で
男

性
貴
族
が
駆
使
し
て
い
た
漢
字
漢
文
に
よ
る
表
現
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

考
察
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。
道
長
、
実
資
、
行
成
ら
の
日
記
に
示

さ
れ
て
い
る
、
漢
詩
を
作
る
と
い
う
行
為
―
―
作さ
く
も
ん文

に
限
定
し
て
記
録
を

探
っ
て
み
る
と
、
漢
詩
文
に
対
す
る
彼
ら
の
熱
意
と
興
味
の
も
た
ら
す
結

果
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
眼
が
向
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
銘
記
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。/

い
ま
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
う
し
た
作
文
と
い
う
文
学
的
営
為
に

つ
い
て
視
野
を
拡
げ
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
物
語
文
学
や
和
歌
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
る
和
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ

り
、
か
つ
文
学
史
を
考
え
る
上
で
新
た
な
鍵
を
手
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
女
流
文
学
は
、
女
の
描
い
た
も
の
と
し
て
一
面

的
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ
の
あ
た
り
で
男
性
日
記
に
記

さ
れ
る
世
界
を
、
よ
り
広
く
見
わ
た
し
、
そ
の
上
で
女
性
た
ち
が
自
分
の

世
界
を
い
か
に
表
現
し
ょ
う
と
し
た
か
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。」（
本
著pp.149-150

）。

　

全
く
諾
う
べ
き
提
起
で
、
こ
の
よ
う
な
発
言
が
で
き
る
た
め
に
著
者
が

ど
れ
だ
け
の
情
熱
を
傾
け
た
か
。
そ
れ
は
十
七
頁
に
わ
た
る
「
作
文
年
表
」

（pp.168

～
）
を
み
れ
ば
納
得
が
い
く
。
著
者
の
随
所
に
見
ら
れ
る
博
捜
、

調
査
魔
ぶ
り
は
、
本
著
を
読
む
者
に
深
い
共
感
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、「
道

長
に
贈
ら
れ
た
書
籍
等
」
一
覧
（pp.216

～
）、「「
か
し
こ
し
」
と
「
さ

か
し
」
の
分
布
状
況
」（pp.378

～
）
等
、
ま
た
各
論
文
に
付
け
ら
れ
た

膨
大
な
数
の
注
釈
と
と
も
に
、
論
文
た
る
も
の
是
非
か
く
あ
り
た
い
と
自

戒
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

雄
編
「
高
名
の
帯
」
攷
」（
本
著pp.50

～
）
に
は
、
道
長
と
実
資
の
葛

藤
が
分
析
さ
れ
る
が
、『
小
右
記
』
の
丁
寧
な
読
み
込
み
と
、
論
の
絞
込

み
に
よ
り
、
抵
抗
し
つ
つ
従
う
実
資
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
て
、
実
に
リ

ア
ル
で
あ
る
。
ま
た
「
物
の
怪
を
見
破
る
実
資
」（p.186

）
を
参
照
す
る

と
、「
賢
人
右
府
」
実
資
の
実
力
が
、
説
話
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
、
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知
者
と
い
う
点
を
通
り
越
し
て
、
不
思
議
を
可
能
と
し
、
邪
気
を
退
け
ら

れ
る
と
な
り
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

著
者
は
、「
三
章　

漢
的
表
現
を
追
っ
て
」
で
、「
水
石
の
風
流
」
の
節

を
立
て
、「
他
者
の
施
し
た
「
水
石
風
流
」
の
地
に
足
を
運
び
心
を
慰
め
、

往
時
を
回
想
す
る
と
い
う
実
資
の
行
動
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
漢
学
の

教
養
に
支
え
ら
れ
た
知
識
人
と
し
て
の
自
覚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
何

よ
り
も
「
寂
然
・
徒
然
・
草
庵
」
等
の
言
葉
に
そ
う
し
た
思
考
の
一
端
が

の
ぞ
い
て
い
る
。」（p.248

）。「
志
の
花
―
―
「
蘭
」
の
表
現
史
―
―
」

の
節
で
は
、「
子
規
・
漱
石
の
俳
句
は
、
蘭
が
明
治
と
い
う
時
代
ま
で
確

実
に
君
子
の
心
・
文
人
の
心
を
象
徴
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
。そ
れ
を
育
ん
で
き
た
土
壌
は
、日
本
人
の
教
養
の
根
幹
で
あ
っ

た
「
漢
詩
漢
文
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。」（p.286

）
と
述
べ
、「
古
典
」
の

命
脈
を
い
か
に
保
ち
続
け
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
課

題
の
大
き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
結
ん
で
い
る
。
単
に

文
学
史
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

漢
的
世
界
と
は
、
漢
詩
漢
文
の
世
界
で
あ
り
、
中
国
文
学
的
教
養
の
世

界
と
も
繋
が
る
。
日
本
の
記
録
と
い
う
点
で
は
、『
御
堂
関
白
記
』
を
初

め
と
す
る
公
家
記
録
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
一
条
朝
文
壇
の
隆
盛

を
支
え
る
鍵
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
道
長
の
幅
広
い
学
問
的
関
心
で
あ
っ

た
。
公
任
、
行
成
、
斉
信
、
俊
賢
等
「
寛
弘
の
四
納
言
」
は
道
長
執
政
下

の
明
る
く
自
由
な
空
気
の
中
で
活
躍
の
場
を
広
く
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
は
女
流
文
学
と
の
対
峙
に
お
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

ま
た
寛
弘
と
い
う
時
代
を
文
学
史
上
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
大

き
な
問
題
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
」（p.215

）
と
指
摘
す
る
。

　

要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
な
男
の
記
録
を
中
心
と
す
る
「
漢
的
」
世
界

が
な
け
れ
ば
、
女
の
か
な
の
世
界
が
花
開
く
事
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
本
著
を
開
く
と
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
。
紙
の
質
、
行
詰
め
、

天
地
、
造
本
も
関
係
し
よ
う
。
そ
れ
ら
の
総
合
芸
術
と
し
て
、
書
籍
が
存

在
す
る
こ
と
を
し
み
じ
み
感
ず
る
次
第
で
あ
っ
た
。
是
非
皆
様
に
ご
一
読

を
お
勧
め
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
Ａ
５
判
上
製
、
四
六
五
頁
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
五
月
発
行
、

一
三
八
〇
〇
円
＋
税
）


